
平安の昔から、
「昔の人」の懐かしい思い出を
呼びおこすとされた橘の花の香り。
その橘を最も好んだ「時の鳥（ホトトギス）」。

「CHRONOS 時の鳥」は、
ギリシア神話の「時の神」クロノスを頭上に戴き、

「時」の大空をはばたく鳥を
イメージしています。

 Institute for Women's History & Culture
 Kyoto Tachibana University 
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「秋を感じる花手水」石場楓
（本学国際英語学部学生／tachibana photo）
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巻頭エッセイ

職
能
意
識
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
萌
芽
」
は
、研
究
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

文
学
部
か
ら
村
上
・
山
内
・
中
久
保
、
経
済
学
部
か
ら
竹
内
、
工
学

部
か
ら
加
藤
、
看
護
学
部
か
ら
那
須
ダ
グ
バ
・
小
西
・
伊
藤
の
各

先
生
方
が
参
加
し
た
、
学
部
横
断
型
共
同
研
究
と
し
て
、
ス
タ
ー

ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
テ
ー
マ
①
は
、
同
時
に
京
都
橘
大
学
の
重
点
研
究

分
野
「
女
性
の
歴
史
を
学
び
、
女
性
の
未
来
を
考
え
る
」
を
進
め

る
た
め
の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
研
究
の
目
的
及
び
研
究
意
義
と
し
て
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、

男
女
の
性
差
が
社
会
的
な
差
に
単
純
に
反
映
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
男
性
も
含
め
た
社
会
的
構
造
の
ゆ
が
み
が
強
調
さ
れ
て
女
性

に
集
約
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。」
と
指
摘
し
、
大
学
に
お
い
て
職

能
に
関
す
る
教
育
を
受
け
、
一
見
、
男
女
の
性
差
の
な
い
条
件
の

下
、
職
業
に
就
く
専
門
職
に
お
い
て
も
、
女
性
の
方
が
離
職
・
転

職
等
の
割
合
が
多
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

本
学
で
は
、
国
家
資
格
を
取
得
し
、
教
師
・
建
築
士
・
看
護
師

等
、
専
門
職
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
ジ
ョ
ブ
型
の
職
能
を
選
択

し
て
い
る
学
生
や
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
公
務
員
等
に
就
く
学

生
が
多
数
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
が
大
学
に
お
い
て
専
門
職
等

を
目
指
し
始
め
た
時
点
か
ら
卒
業
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
社
会
的

な
構
造
の
ゆ
が
み
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
、
中
途
離
職
や
転

職
等
の
判
断
に
い
た
っ
て
い
る
か
な
ど
の
長
期
的
な
視
点
か
ら
の

調
査
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

本
研
究
で
は
、
本
学
学
生
が
職
業
を
選
択
し
始
め
た
初
期
の
段

階
か
ら
、
職
業
を
選
択
し
、
就
職
し
、
そ
し
て
、
年
齢
を
重
ね
て

リ
タ
イ
ヤ
す
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
段
階
に
お
い
て
、
性

差
に
よ
り
生
じ
て
い
る
社
会
的
な
構
造
の
ゆ
が
み
や
、
そ
の
構
造

が
生
み
出
す
社
会
的
な
課
題
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
格
）
差
に
つ

い
て
、追
跡
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

　

京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
、
二
〇
二
二
年
度
に
創

設
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
間
の
研
究
状
況
は（
表
―
１
）

「
こ
れ
ま
で
の
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
（
以
下
、
女
歴
研
。）
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
覧
」
に
示
す
と
お
り
、
第
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

「
歴
史
に
お
け
る
家
族
と
女
性
」
か
ら
第
一
三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
社

会
に
お
け
る
女
性
の
活
動
」
ま
で
、
女
性
史
・
女
性
文
化
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
た
研
究
活
動
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
女

歴
研
開
設
当
時
（
一
九
九
二
年
）
は
文
学
部
の
み
の
単
科
大
学
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
文
学
部
に
お
け
る
研
究
活
動
の
域
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
が
、
研
究
テ
ー
マ
か
ら
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
本
学
は
、
こ
の
三
〇
年
間
に
九
学
部
を
擁
す
る
中
規
模

大
学
と
な
り
、
総
合
大
学
と
し
て
各
種
の
研
究
を
実
践
す
る
と
こ

ろ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
女
歴
研
も
大
学
付
置
の
研
究
所
と

し
て
、
文
理
融
合
的
視
点
か
ら
の
研
究
課
題
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ

と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
文
学
部
教
員
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
運
営
委

員
会
に
昨
年
度
か
ら
は
経
済
学
部
や
看
護
学
部
か
ら
も
参
加
し
て

い
た
だ
き
、
新
体
制
で
女
歴
研
の
運
営
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、今
年
度
か
ら
（
表
―
１
）
に
示
す
第
一
四
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
女
性
を
取
り
巻
く
環
境
Ⅰ
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
が
、
テ
ー

マ
①
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
構
造
を
考
え
る
―
本
学
学
生
に
見
る
専
門

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
の
紹
介

村
上 

裕
道
　
本
学
文
学
部
歴
史
遺
産
学
科
教
授

　

な
お
、
本
年
度
の
研
究
で
は
、
前
述
の
本
格
的
な
研
究
の
開
始

に
向
け
、
ま
ず
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
研
究
ユ
ニ
ッ

ト
と
し
て
二
年
間
の
基
礎
的
な
研
究
「
本
学
学
生
に
見
る
専
門
職

能
意
識
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
萌
芽
」
を
実
施
し
、
そ
の
後
は
、
女
歴

研
の
主
体
的
研
究
と
位
置
付
け
て
、
さ
ら
な
る
研
究
を
展
開
し
た

い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

主
た
る
調
査
と
し
て
、
看
護
学
部
学
生
へ
の
ウ
ェ

ブ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
職
業
選
択
に
関
す
る
意
識

調
査
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
情
報
工
学
科
の
学
生
等

へ
デ
ー
タ
の
集
計
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
デ
ー
タ

項
目
の
分
析
を
行
い
、
来
年
度
は
ク
ロ
ス
分
析
を
実

施
す
る
計
画
で
す
。
さ
ら
に
、
外
部
研
究
者
と
の
協

力
関
係
の
構
築
に
つ
い
て
も
取
り
組
み
、
大
澤
眞
理

先
生
（
元
東
京
大
学
社
会
学
研
究
所
長
／
東
京
大
学

名
誉
教
授
）
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、巻
末
のIN

FO
RM
A
T
IO
N

に
も
示
す
通
り
、
女
歴
研
は
本
学
の
重
点
研
究
分
野

の
一
つ「
女
性
の
歴
史
を
学
び
、女
性
の
未
来
を
考
え

る
」
の
推
進
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
女
性
史
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
研
究
拠
点
と
し
て
活
動
を
進
め
、
地
域
や

社
会
に
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
て

い
き
ま
す
。

　

本
研
究
は
こ
れ
ら
の
趣
旨
に
適
う
、
今
後
と
も
拡

大
・
展
開
し
て
い
く
べ
き
重
要
な
研
究
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
研
究
者
の
陣
容
を
よ
り

充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
全
学
部
か
ら
さ
ら

な
る
参
加
を
募
り
、
研
究
の
よ
り
一
層
の
発
展
を
目

指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

表  ―1　これまでの女性歴史文化研究所 研究プロジェクト一覧
研究プロジェクト名 期間（年度） 研 究 テ ー マ 代表者

第 1 プロジェクト 1993 ～1997 歴史における家族と女性－日本と世界 細川 涼一

第 2 プロジェクト
1993 ～2004 現代社会と女性（特別プロジェクト） 鎌田 明子

2004～2007 女性文化の再生産過程－母 - 娘関係の研究 河原 和枝

第 3 プロジェクト 1993 ～2007 西欧女性史研究－フランスを中心に 志賀 亮一

第 4 プロジェクト 1993 ～1994 D.H. ロレンスの愛と性 杉山 泰

第 5 プロジェクト 1994 ～1996 地域女性史研究　大阪府枚方市の場合
（枚方市よりの受託研究） 田端 泰子

第 6 プロジェクト 1998 ～2002 京都の歴史と女性 細川 涼一

第 7 プロジェクト 2001～2006 文学に見る『悪女』観の形成 鈴木 紀子

第 8 プロジェクト 2004～2007 女性生活文化交流史 横田 冬彦

第 9 プロジェクト 2004～2007 ホスピタリティと女性文化 松浦 京子

第10プロジェクト 2008 ～2012 歴史における女性の身体と看護・医療
－生・老・病・死－ 細川 涼一

第11プロジェクト 2009 ～2012 現代の表象文化に見るトランスジェンダー 野村 幸一郎

第12プロジェクト 2013 ～2017 装いと身体の歴史 南　 直人

第13プロジェクト 2018 ～2022 社会における女性の活動
ー京都とその周辺を舞台にしてー 増渕 徹

第14プロジェクト
2023 ～2024

女性を取り巻く環境Ⅰ
テーマ① [ ジェンダー・ストラクチャー研究
ユニット ]
ジェンダーの構造を考える―本学学生に見
る専門職能意識とジェンダーの萌芽―

村上 裕道

2023 ～2025 女性を取り巻く環境Ⅰ
テーマ② 歴史学からみる共同体と女性 野田 泰三
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戦後の図書館づくり
住民運動にみる女性

歴史遺産とジェンダー

4

嶋田 学
本学文学部歴史遺産学科教授

け
て
い
る
世
代
で
あ
る
こ
と
、
児
童
文
化
の

き
わ
め
て
貧
し
い
時
代
に
児
童
期
を
送
っ
た

と
い
う
こ
と
の
二
点
を
上
げ
て
い
る
。

　

文
庫
主
宰
者
で
あ
る
母
親
た
ち
は
、
文
庫

に
よ
る
連
帯
を
深
め
る
た
め
文
庫
連
絡
会
を

組
織
し
、
文
庫
へ
の
団
体
貸
出
冊
数
の
拡
大

を
要
求
し
、
さ
ら
に
は
署
名
を
集
め
議
会
へ

の
陳
情
や
請
願
を
通
し
て
、
公
共
図
書
館
設

置
要
求
を
運
動
化
し
て
い
く
。そ
こ
に
は
、わ

が
子
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
と
主
体
的
な
人
間
形
成
を
願
い
、

読
書
環
境
を
大
人
の
責
任
と
し
て
保
障
し
よ

う
と
す
る
姿
と
、
こ
う
し
た
教
育
と
文
化
の

発
展
に
関
わ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
、
行
政
の

責
務
と
し
て
求
め
る
主
権
者
と
し
て
の
「
市

民
」
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

戦
後
の
図
書
館
づ
く
り
運
動
は
、
母
親
を

中
心
と
し
た
女
性
た
ち
に
よ
る
近
代
市
民
の

活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
一

人
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
主
体
性
の
解
放

と
し
て
も
、
女
性
史
に
刻
印
さ
れ
る
べ
き
出

来
事
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

ビ
ス
と
い
う
点
で
は
、
ね
む
っ
て
い
る
に
等

し
い
日
本
で
は
、
つ
き
や
ぶ
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
壁
は
厚
い
で
し
ょ
う
」
と
公

共
図
書
館
の
現
状
を
憂
い
て
い
る
。
こ
の
本

は
全
国
の
母
親
を
中
心
と
し
た
住
民
に
読
ま

れ
た
。
や
が
て
「
家
庭
文
庫
」
は
、
子
ど
も

の
読
書
に
よ
る
成
長
と
、
子
ど
も
が
い
い
本

と
出
合
う
こ
と
を
願
う
母
親
た
ち
に
よ
っ

て
、
全
国
各
地
に
開
設
さ
れ
て
い
っ
た
。
娯

楽
に
乏
し
か
っ
た
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
、

こ
ぞ
っ
て
家
庭
文
庫
の
熱
心
な
利
用
者
と
な

り
、
文
庫
主
宰
者
は
住
み
開
い
た
居
室
の
狭

さ
と
、
子
ど
も
の
本
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

家
庭
文
庫
が
広
が
り
始
め
て
い
た

一
九
七
〇
年
、
日
本
図
書
館
協
会
か
ら
『
市

民
の
図
書
館
』
が
発
刊
さ
れ
た
。「
貸
出
し
」

「
児
童
サ
ー
ビ
ス
」「
全
域
サ
ー
ビ
ス
」
を
公

共
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
重
点
施
策
と
し
て
掲

げ
「
市
立
図
書
館
は
全
市
民
に
奉
仕
す
る
」

こ
と
を
宣
言
し
た
。こ
の
本
は
多
く
の
住
民
、

と
り
わ
け
文
庫
主
宰
者
に
熱
心
に
読
ま
れ
る

こ
と
と
な
り
、
各
地
で
行
政
に
対
し
て
文
庫

へ
の
団
体
貸
出
要
求
が
行
わ
れ
、
や
が
て
は

図
書
館
づ
く
り
住
民
運
動
へ
と
発
展
し
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
文
庫
関
係
者
は
、
決
し
て
社
会
的

要
請
の
み
を
理
由
に
文
庫
活
動
を
行
っ
て
い

た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
東
京
都
三
鷹
市
で

ど
も
に
良
い
本
を
と
考
え
る
者
に
「
選
択
」

と
い
う
主
要
な
テ
ー
マ
を
負
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
子
ど
も
に
対
す
る

家
庭
教
育
は
一
切
母
親
が
押
し
つ
け
ら
れ
る

と
い
う
、
男
女
差
別
に
根
ざ
し
た
婦
人
の
社

会
的
地
位
の
あ
り
方
に
あ
る
、
と
整
理
し
て

い
る
。
い
ず
れ
も
日
本
の
後
進
性
と
貧
困
性

の
中
か
ら
読
書
運
動
が
必
然
的
に
生
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
を
指
摘

し
て
い
る
。

　

教
育
文
化
学
者
で
「
日
本
子
ど
も
社
会
学

会
」
を
創
設
し
た
藤
本
浩
之
輔
は
、
当
時
の

文
庫
活
動
の
急
速
な
増
大
の
理
由
を
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
経
済
成

長
と
都
市
化
の
進
行
に
と
も
な
う
文
化
水
準

の
向
上
が
あ
る
一
方
、
文
化
的
環
境
は
劣
悪

で
あ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
テ
レ
ビ
に
よ
る

子
ど
も
の
教
育
上
の
影
響
等
、
児
童
文
化
に

対
す
る
不
満
が
あ
る
こ
と
、
三
つ
に
は
、
優

れ
た
児
童
書
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
が
、
価

格
が
高
く
、
簡
単
に
買
い
与
え
ら
れ
な
い
こ

と
、
そ
し
て
四
つ
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
公
共
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る
が
、
実

態
は
極
め
て
貧
し
く
、
自
分
た
ち
で
や
る
し

か
な
い
と
母
親
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
た
、
と

い
う
四
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
母
親
た
ち
の
主

体
的
な
条
件
と
し
て
、
三
十
代
後
半
の
母
親

が
多
く
、
戦
後
の
民
主
教
育
の
中
で
育
ち
民

主
的
な
態
度
や
住
民
運
動
の
能
力
を
身
に
付

読
者
層
の
読
書
機
会
を
つ
く
る
目
的
で
読
書

運
動
が
始
め
ら
れ
、
長
野
県
立
図
書
館
に
よ

る
「
Ｐ
Ｔ
Ａ
母
親
文
庫
」
や
鹿
児
島
県
立
図

書
館
の
「
母
と
子
の
20
分
間
読
書
運
動
」
な

ど
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
読
書
運
動
は
、
読
書
会
な
ど
の
団
体
を
対

象
と
し
た
も
の
で
、
個
人
の
多
様
な
読
書
要

求
に
応
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

戦
後
の
新
教
育
へ
の
期
待
が
高
ま
る
中
、

社
会
教
育
の
分
野
で
は
読
書
の
も
つ
教
育
的

な
意
義
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
日
本
図
書
館

協
会
は
、
一
九
六
三
年
『
中
小
都
市
に
お
け

る
公
共
図
書
館
の
運
営
』
を
発
表
し
、
戦
前

の
大
図
書
館
に
よ
る
資
料
保
存
を
重
視
し
た

図
書
館
の
あ
り
方
を
否
定
し
、「
中
小
公
共
図

書
館
こ
そ
公
共
図
書
館
の
す
べ
て
で
あ
る
」

と
宣
言
し
、
図
書
館
法
の
第
三
条
が
国
民
へ

の
奉
仕
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
資

料
を
貸
出
し
す
る
こ
と
こ
そ
が
公
共
図
書
館

の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
。　
　

　

そ
の
二
年
後
の
一
九
六
五
年
、
児
童
文
学

作
家
で
翻
訳
家
の
石
井
桃
子
が
、
自
身
が
主

宰
す
る
子
ど
も
の
た
め
の
家
庭
文
庫
で
の
七

年
間
の
記
録
を
ま
と
め
た
『
子
ど
も
の
図
書

館
』（
岩
波
新
書
）
を
刊
行
す
る
。
石
井
は
、

「
外
国
の
児
童
図
書
館
か
ら
、目
を
日
本
の
児

童
図
書
館
の
現
状
に
移
し
ま
す
と
、
あ
ん
た

ん
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」
と
述

べ
、「
ま
だ
ま
だ
一
般
市
民
へ
の
図
書
館
サ
ー

「
大
沢
家
庭
文
庫
」を
開
い
て
い
た
栗
山
規
子

は
、「
子
ど
も
に
よ
い
本
を
め
ぐ
り
あ
わ
せ
る

の
は
大
人
の
責
任
」、「
図
書
館
分
館
整
備
の

立
ち
遅
れ
て
い
る
三
鷹
市
で
の
読
書
活
動
の

一
端
を
に
な
う
」
な
ど
の
使
命
感
に
裏
づ
け

ら
れ
た
文
庫
設
置
の
理
由
は
、「『
子
ど
も
た

ち
に
本
を
読
み
聞
か
せ
る
楽
し
み
』
と
い
う

た
だ
一
つ
の
理
由
の
前
で
は
す
っ
か
り
光
を

失
っ
て
し
ま
う
の
だ
」
と
、
文
庫
活
動
に
惹

か
れ
る
本
音
を
語
っ
て
い
る
。

　

家
庭
文
庫
な
ど
の
読
書
運
動
の
発
生
と
特

徴
に
つ
い
て
児
童
文
学
研
究
者
の
鳥
越
信

は
、「
日
本
独
自
の
、
世
界
に
あ
ま
り
例
を
み

な
い
独
特
の
運
動
形
態
で
あ
る
」
と
述
べ
、

そ
の
理
由
を
三
つ
上
げ
て
い
る
。
第
一
は
、

子
ど
も
を
取
り
ま
く
読
書
環
境
の
後
進
性
、

貧
困
性
で
あ
り
、
特
に
公
共
図
書
館
の
普
及

率
の
低
さ
が
、
一
種
の
自
衛
手
段
と
し
て
文

庫
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、

子
ど
も
の
本
の
出
版
状
況
の
劣
悪
さ
が
、
子

　

日
本
の
近
代
公
共
図
書
館
の
幕
開
け
は
、

一
九
五
〇
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た
図
書
館
法

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
前
は
「
図

書
館
令
」
と
い
う
勅
令
で
規
定
さ
れ
、
図
書

館
は
資
料
を
保
存
す
る
場
所
で
あ
り
、
国
民

が
身
近
に
利
用
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
。
た
だ
、
気
軽
に
本
を
借
り
る
こ
と

の
で
き
る
「
ま
ち
の
図
書
館
」
が
全
国
に
設

置
さ
れ
始
め
る
ま
で
に
は
、
あ
と
十
数
年
の

時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

　

戦
後
、
図
書
館
界
で
は
、
図
書
館
法
制
定

に
向
け
て
、
公
立
図
書
館
の
義
務
設
置
を
要

望
し
て
い
た
が
、
厳
し
い
地
方
財
政
の
状

況
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
等
も
あ
り
、
自
治
体
が

任
意
に
設
置
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
の
図
書
館
界
で
は
、
不

【
主
要
参
考
文
献
】

日
本
子
ど
も
の
本
研
究
会
『
子
ど
も
の
本
と
読
書

運
動
』
童
心
社
、
一
九
七
一
年
。

藤
本
浩
之
輔
『
子
ど
も
の
遊
び
空
間
』
日
本
放
送

出
版
協
会
、
一
九
七
四
年
。

図
書
館
問
題
研
究
会
『
図
書
館
づ
く
り
運
動
入
門
』

草
土
文
化
、
一
九
七
六
年
。



松
浦
　
京
子

京
都
橘
大
学
名
誉
教
授

49
●
連
載
●
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌

バイ
ブル
ウ
ーマンの
誕
生
、 

そ
し
て
教
導
者
的
存
在
へ

能
力
の
な
い
女
性
が
多
く
い
た
一
九
世
紀
半

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
在
っ
て
聖
書
の
存

在
は
知
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
読
む
す
べ
の
な

い
者
た
ち
に
と
っ
て
、
自
分
の
た
め
に
な
さ

れ
る
「
読
み
聞
か
せ
」
が
い
か
に
効
果
的
で

あ
っ
た
か
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

お
し
ゃ
べ
り
を
交
え
な
が
ら
の
「
読
み
聞

か
せ
」
は
聖
書
の
一
句
、
一
節
を
初
め
て
ま

と
も
に
耳
に
す
る
女
性
た
ち
、
時
に
は
男
性

に
と
っ
て
も
心
惹
か
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
と
く
に
病
苦
な
ど
で
弱
っ
た
状
態
に

あ
る
と
き
に
は
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
だ
ろ
う
、
ラ
ン

ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
間
も
な
く
し
て
最

大
規
模
の
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
組
織
と
な
り
、

地
方
都
市
に
も
、
そ
し
て
海
外
に
も
バ
イ
ブ

ル
ウ
ー
マ
ン
の
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
使
命
は

聖
書
購
入
者
の
獲
得
で
あ
り
、
組
織
が
雇
用

し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
専
門
要
員
に

し
た
の
は
男
性
で
、
牧
師
や
伝
道
組
織
の
活

動
家
（
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
）
な
ど
の
監
督
の
下

で
専
従
の
男
性
雇
員
が
訪
問
に
当
た
っ
て
い

た
。
聖
書
そ
れ
自
体
の
価
値
を
認
識
さ
せ
る

と
い
う
意
味
合
い
か
ら
無
償
で
配
布
す
る
と

い
う
よ
り
貧
民
層
に
は
割
賦
に
し
て
購
入
さ

せ
、
毎
週
毎
週
代
金
徴
収
の
た
め
に
家
庭
を

訪
ね
て
聖
書
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ

シ
ョ
ン
は
、
労
働
者
階
級
女
性
を
雇
用
し
て

専
従
の
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
し
て
担
当
地

区
に
居
住
さ
せ
、
困
窮
や
病
苦
、
生
活
の
乱

れ
な
ど
が
見
ら
れ
る
家
を
訪
問
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
ま
ず
は
な
ん
と
か
聖
書
の
一
節
を

読
み
聞
か
せ
る
機
会
を
得
て
聖
書
購
入
に
至

ら
し
め
る
こ
と
を
実
践
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
の
中
流
階
級
女
性
が

レ
デ
ィ
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
と
し
て
彼
女
た
ち
の

監
督
と
支
援
に
あ
た
り
、
ま
た
、
統
括
指
揮

す
る
本
部
組
織
が
聖
書
に
関
わ
る
冊
子
や
組

　

前
回
で
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ヴ
ィ
ジ

テ
ィ
ン
グ
、
す
な
わ
ち
慈
善
篤
志
組
織
に
よ

る
訪
問
教
化
活
動
の
実
働
部
隊
に
労
働
者
階

級
女
性
、
言
い
換
え
れ
ば
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
階
層
の
は
ず
の
女
性
た
ち
が

登
場
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
、
彼
女
た
ち
を

活
用
し
よ
う
と
す
る
側（
中
流
階
級
側
）の
論

理
に
基
づ
い
て
説
明
し
た
。
そ
れ
で
は
、
実

働
部
隊
と
な
っ
た
労
働
者
階
級
女
性
に
と
っ

て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、

彼
女
た
ち
の
訪
問
（
教
化
を
目
的
と
す
る
、

か
な
り
お
せ
っ
か
い
な
も
の
）
を
毎
週
毎
週

受
け
る
労
働
者
家
庭
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
い

か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ィ

ジ
テ
ィ
ン
グ
の
実
働
部
隊
の
女
性
た
ち
が
何

を
し
て
い
た
の
か
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
、
前
々
回
に
登
場
し
た
バ
イ
ブ
ル

ウ
ー
マ
ン
。そ
の
名
の
と
お
り
バ
イ
ブ
ル（
聖

書
）
を
携
え
て
貧
民
家
庭
を
訪
問
す
る
女
性

を
採
り
上
げ
た
い
。
こ
う
し
た
女
性
を
世
に

送
り
出
し
た
の
は
、
一
八
五
七
年
、
敬
虔
な

よ
っ
て
獲
得
者
数
に
つ
い
て
厳
し
く
指
導
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
雇
用
と
言
っ
て
も
薄
給

で
あ
り
、
高
齢
と
な
り
引
退
と
な
る
と
そ
の

終つ
い

の
棲す
み
か家
は
慈
善
施
設
で
あ
る
こ
と
も
知
ら

れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
、
社
会
的
下
層
に
属

す
る
女
性
が
そ
の
篤
い
信
仰
心
ゆ
え
に
う
ま

く
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
も
で
き
よ

う
。

　

し
か
し
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
は
単
な
る

聖
書
販
売
人
以
上
の
役
割
も
果
た
し
て
い

た
。
彼
女
た
ち
は
、
家
庭
内
に
孤
独
に
居
る

女
性
に
と
っ
て
「
お
し
ゃ
べ
り
」
相
手
と
し

て
親
し
い
存
在
で
あ
り
、こ
の
特
性
ゆ
え
に
、

聖
書
以
外
に
生
活
改
善
の
た
め
の
有
用
な
知

識
や
情
報
を
も
伝
え
う
る
可
能
性
を
持
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
女
た
ち
は
、

聖
書
の
内
容
を
正
し
く
伝
え
る
た
め
の
学
び

と
並
ん
で
、
有
用
な
知
識
の
獲
得
と
伝
達
に

つ
い
て
修
養
を
積
む
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
下
層
の
女
性
で
は
あ
っ
て

も
教
導
者
的
役
割
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ

る
存
在
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、ま
さ
に
こ
の
時
期
、彼
女
た
ち
に

よ
っ
て
労
働
者
家
庭
に
伝
え
広
め
ら
れ
る
べ

き
「
最
新
の
」
生
活
有
用
情
報
も
出
現
し
て

い
た
。
都
市
化
の
進
行
に
と
も
な
う
環
境
悪

化
に
対
応
し
う
る
保
健
衛
生
知
識
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
後
の
ヘ
ル
ス
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
誕
生

に
つ
な
が
る
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

織
の
会
報
誌
の
発
行
を
通
じ
て
情
報
を
発
信

し
寄
付
（
資
金
）
を
集
め
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー

マ
ン
の
賃
金
、
そ
の
他
の
活
動
経
費
を
賄
っ

て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
訪
問
対
象
家

庭
と
同
じ
階
級
に
属
す
女
性
が
ヴ
ィ
ジ
タ
ー

と
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
男
性
や
中
流

階
級
女
性
に
よ
る
訪
問
よ
り
も
伝
道
と
い
う

目
的
を
よ
り
達
成
し
や
す
く
し
う
る
と
い
う

発
想
か
ら
で
あ
り
、
実
際
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー

マ
ン
た
ち
は
物
品
供
与
を
行
う
こ
と

な
く
、
つ
ま
り
他
の
組
織
で
は
一
般
的

な
「
施
し
」
を
行
わ
ず
に
訪
問
家
庭
の

な
か
に
入
り
込
み
「
お
し
ゃ
べ
り
」
を

通
じ
て
対
象
で
あ
る
女
性
（
母
親
）
の

信
頼
を
得
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
会
報

誌
『
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
・
マ
ガ
ジ

ン
』
に
残
さ
れ
た
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン

や
レ
デ
ィ
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
の
手
記
か
ら

は
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
た
ち
が
ど
れ

ほ
ど
粘
り
強
く
何
度
も
訪
問
を
繰
り

返
し
て
遂
に
は
聖
書
の
読
み
聞
か
せ

に
至
っ
た
か
、
講
話
を
聴
か
せ
よ
う
と

マ
ザ
ー
ズ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
誘
い
だ

し
て
い
か
に
成
功
し
た
か
な
ど
の
訪

問
時
の
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
む
ろ
ん
会
報
誌
は
組
織
の
活
動

を
支
え
る
会
員
寄
付
者
向
け
で
あ
る

か
ら
活
動
成
果
の
披ひ
れ
き瀝
と
い
っ
た
意

味
合
い
が
強
い
が
、
そ
れ
で
も
、
識
字

国
教
会
信
者
で
あ
っ
た
エ
レ
ン
・
Ｈ
・
ラ
ン

ヤ
ー
ド
（
通
称
Ｒ
・
Ｎ
・
ラ
ン
ヤ
ー
ド
夫
人
）

が
ロ
ン
ド
ン
に
設
立
し
た
『
バ
イ
ブ
ル
・
ア

ン
ド
・
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
ィ
ー
メ
ル
・

ミ
ッ
シ
ョ
ン
聖
書
と
家
庭
の
た
め
の
女
性
伝

道
会（
一
般
的
に
は
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ

ン
と
呼
ば
れ
る
）』
で
あ
っ
た
。
聖
書
の
配

布
を
伴
う
訪
問
活
動
は
福
音
主
義
思
想
に
基

づ
く
庶
民
伝
道
の
形
態
で
広
く
見
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
元
来
的
に
は
こ
れ
に
従
事

C
H
R
O
N
O
S

第　　 　　　回

ヴィクトリア時代の風刺画、挿絵画家であるジョージ・クルックシャンクの代表作、連作
版画集『The Bottle 酒瓶』より。夫がアルコール中毒になることで一家崩壊にいたる過
程を描いたもので、８連作中の第６画。このようなアル中の夫による家内暴力が日常茶飯
事に見られるスラムがバイブルウーマンの活動の場であった。
出典： Graphic Works of George Cruikshank, Selected and Introduction and Notes by Richard 

A. Vogler, London, 1979.



近
代
日
本
音
楽
史
を

彩
る
女
性
た
ち
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H
R
O
N
O
S

め
た
環
へ
、
国
内
か
ら
は
賛
辞
ば
か
り
が
贈

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
日
本
人
と

し
て
破
格
の
技
術
、
美
声
と
豊
か
な
表
現
力

を
持
っ
て
い
た
が
、
海
外
で
芸
術
家
と
し
て

尊
敬
を
集
め
る
様
子
を
目
の
あ
た
り
に
し
て

い
な
い
日
本
人
か
ら
は
、「
芸
術
家
と
い
う

よ
り
も
芸
人
」
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
め
な
い
。
真
偽
は
と
も
か
く
、

恋
愛
沙
汰
が
ゴ
シ
ッ
プ
に
な
っ
て
も
一
切
言

い
訳
を
し
な
い
環
の
、
率
直
で
日
本
人
離
れ

し
た
言
動
は
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。
芸
術
を
求
め
て
、
自
ら
の
道
を
貫
く
生

き
方
が
、「
夫
に
仕
え
る
の
が
女
性
の
美
徳
」

で
あ
っ
た
戦
前
日
本
の
社
会
に
受
け
容
れ
ら

れ
難
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

　

疎
開
先
の
山
中
湖
畔
で
老
母
を
見
送
っ
た

環
は
、
戦
後
す
ぐ
の
一
九
四
五
年
一
二
月
に

日
比
谷
公
会
堂
で
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
《
冬
の

旅
》
を
、
翌
年
三
月
に
《
美
し
き
水
車
小
屋

の
娘
》
の
日
本
語
訳
に
よ
る
全
曲
リ
サ
イ
タ

ル
を
行
っ
た
後
、
癌
の
た
め
五
月
二
六
日
に

逝
っ
た
。
病
床
で
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
を
研
究

し
、
昏
睡
状
態
で
《
バ
ル
コ
ン
》
を
歌
っ
た

と
い
う
。

と
の
関
係
を
疑
わ
れ
、
演
奏
会
や
レ
コ
ー
ド

吹
込
み
を
行
っ
て
九
月
に
再
渡
米
す
る
。

　

例
え
ば
、
一
九
二
二
年
五
月
一
七
日
の
築

地
精
養
軒
に
お
け
る
演
奏
会
に
つ
い
て
、
ピ

ア
ニ
ス
ト
の
榊
原
直
は
、五
月
二
三
日
の『
読

売
新
聞
』
で
、
ス
テ
ー
ジ
は
実
に
慣
れ
た
も

の
と
し
て
、
オ
ペ
ラ
の
ア
リ
ア
と
ド
ビ
ュ
ッ

シ
ー
や
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
歌
曲
を
評
価
す
る
一

方
、進
歩
し
た
日
本
の
楽
界
に
、不
真
面
目
な

も
の
を
出
さ
な
い
で
ほ
し
い
と
希
望
す
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
《
さ
く
ら
さ
く
ら
》
や
、
長

唄《
来
る
か
来
る
か
》を
指
す
の
だ
ろ
う
。
海

外
で
日
本
の
歌
を
求
め
ら
れ
た
環
は
、
日
本

の
歌
や
聴
衆
に
親
し
ま
れ
る
歌
を
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
入
れ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
ま
た

同
年
六
月
号
の
『
音
楽
』
で
は
、
五
月
二
一

日
の
南な
ん
き葵

楽
堂
で
の
独
唱
会
に
つ
い
て
、
寄

席
の
よ
う
な
嬌き
ょ
う
た
い
よ
う
し

態
妖
姿
で
は
な
く
、
厳
格
な

芸
術
を
期
待
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

対
し
て
、か
つ
て
の
生
徒
の
山
田
耕
筰
は
、

一
九
二
二
年
五
月
二
一
日
の
『
サ
ン
デ
ー
毎

日
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
私
が
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン

歌
劇
場
で
観
た
「
お
蝶
」・
三
浦
環
夫
人
の

技ぎ
り
ょ
う倆
」
と
い
う
記
事
で
、
環
の
潤
い
の
あ
る

声
や
演
技
に
感
激
し
た
こ
と
を
述
べ
、
全

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
新
聞
を
惹
き
つ
け
た
、
こ

の
遠
来
の
戦
士
を
犒ね
ぎ
らう

企
て
を
日
本
の
音
楽

界
で
聞
か
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

　

一
九
二
九
年
に
夫
の
死
を
知
ら
せ
る
電
報

を
受
け
取
っ
た
環
は
、
よ
う
や
く
一
九
三
二

糸
を
吐
き
出
す
よ
う
に
、
美
し
い
声
が
天
女

の
調
べ
そ
の
ま
ま
に
、
絶
え
な
ん
と
し
て
は

続
い
た
こ
と
、
六
〇
に
な
っ
て
も
、
一
八
娘

の
よ
う
な
純
情
と
、
無
邪
気
さ
を
も
っ
て
い

る
環
は
、
金
の
取
れ
な
い
芸
術
家
で
な
く
て

は
芸
術
家
で
な
い
、
と
い
う
日
本
の
音
楽
界

で
は
「
芸
人
」
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
書
く
。

美
し
い
最
弱
音
で
後
方
の
客
席
ま
で
聴
か
せ

る
の
は
、
至
難
の
技
で
あ
る
が
、
ス
ト
イ
ッ

ク
に
芸
術
を
探
求
す
る
態
度
が
尊
ば
れ
て
い

た
日
本
で
は
、
売
れ
る
＝
俗
っ
ぽ
い
と
受
け

取
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

　

戦
前
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
た
詩
人
の
深
尾

須
磨
子
も
、「
三
浦
環
《
気
ど
り
な
く
、
誇
り

持
つ
》」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
悲
恋
の
バ

タ
フ
ラ
イ
に
同
化
し
き
っ
た
環
の
至
芸
に
打

た
れ
た
こ
と
を
告
白
し
、
オ
ペ
ラ
の
本
場
の

人
々
か
ら
絶
賛
さ
れ
、
虚
飾
ぬ
き
の
童
心
を

地
で
生
き
抜
い
た
環
は
、
旧
日
本
の
よ
う
な

社
会
で
は
ず
い
ぶ
ん
損
も
し
た
だ
ろ
う
と
述

べ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
で
西
洋
音
楽
の
研

究
に
勤い
そ

し
む
音
楽
家
に
比
べ
、
長
期
に
わ

た
っ
て
欧
米
で
活
動
し
た
環
は
、
海
外
の
人

た
ち
の
反
応
を
肌
で
感
じ
て
自
国
の
文
化
を

再
発
見
し
、
愛
国
心
か
ら
そ
れ
を
ア
ピ
ー
ル

し
た
。
し
か
し
、
封
建
的
な
「
蝶
々
夫
人
」、

つ
ま
り
外
国
人
に
都
合
良
く
、
新
し
い
時
代

で
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
女
性
を
、
外

国
人
受
け
す
る
よ
う
に
演
じ
て
大
成
功
を
収

進
歩
の
広
告
を
さ
せ
る
に
限
る
と
書
い
て
い

る
。
環
は
、
世
界
的
歌
手
を
輩
出
す
る
日
本

は
文
明
国
で
、
そ
の
上
、
素
晴
ら
し
い
伝
統

音
楽
が
あ
る
こ
と
を
海
外
に
伝
え
た
。

　

ボ
ス
ト
ン
に
滞
在
し
て
い
た
劇
作
家
大
関

柊
郎
は
、一
九
二
二
年
五
月
一
日
の『
読
売
新

聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
に
帰
る
ま
で
の

三
浦
環
さ
ん
と
そ
の
裏
面
の
苦
心
」
で
、「
吾

が
国
の
生
ん
だ
唯
一
の
世
界
的
芸
術
家
」
と

し
て
、
新
し
い
芸
術
も
音
楽
も
な
い
と
日
本

を
蔑
視
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
に
、

環
は
好
感
情
を
抱
か
せ
、
対
外
関
係
に
利
益

を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
在
バ
ー

ク
レ
ー
の
吉
岡
青
村
も
、
一
九
二
三
年
四
月

一
七
日
の
『
読
売
新
聞
』
の
「
三
浦
環
夫
人

の
此
頃
」
と
い
う
記
事
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
の
演
奏
会
で
、
環
の
歌
う
琴こ
と
う
た歌

な
ど

を
米
国
人
が
嘆
賞
し
、
在
留
邦
人
の
誇
り
と

な
っ
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
、「
日
本
で
さ

ん
ざ
ん
皮
肉
ら
れ
た
」
環
に
と
っ
て
、
本
当

に
理
解
し
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
く
れ
る
西
洋
は

淋
し
く
と
も
故
郷
で
あ
ろ
う
と
書
く
。

　

海
外
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
環
で
あ

る
が
、
日
本
の
音
楽
界
で
は
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
環
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
南
米
を
巡
演
し
、
一
九
二
二
年

四
月
に
、
九
年
ぶ
り
に
帰
国
す
る
。
す
で
に

研
究
が
一
段
落
し
た
夫
は
、
前
年
に
帰
国
し

て
い
た
。
環
は
盛
大
な
歓
迎
を
受
け
る
が
、

伴
奏
者
と
し
て
連
れ
て
来
た
フ
ラ
ン
ケ
ッ
テ
ィ

年
五
月
に
、
ミ
ラ
ノ
か
ら
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を

経
由
し
て
帰
国
し
、
各
地
で
八
〇
回
あ
ま
り

の
独
唱
会
を
催
し
た
後
、
一
一
月
に
イ
タ
リ

ア
に
戻
っ
た
。音
楽
評
論
家
の
野
村
光
一
は
、

一
九
三
二
年
七
月
号
の
『
月
刊
楽
譜
』
に
お

け
る
評
で
、
相
当
の
年
齢
で
あ
る
に
も
拘か
か
わら

ず
妙
齢
の
子
女
の
よ
う
な
心
持
が
漂
い
、
未

だ
若
々
し
さ
が
宿
る
天
成
の
美
声
と
正
確
な

唱
法
に
加
え
、
オ
ペ
ラ
の
よ
う
な
身
振
り
を

伴
う
力
強
い
表
現
力
を
持
ち
得
る
こ
と
に
驚

嘆
し
て
い
る
。

　

環
は
欧
米
で
の
二
〇
年
間
に
、
ジ
リ
ー
、

ラ
ザ
ロ
ら
の
最
高
の
テ
ノ
ー
ル
歌
手
と
共
演

し
、本
人
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
〇
回
目
の《
蝶
々

夫
人
》を
パ
レ
ル
モ
で
歌
っ
た
後
、一
九
三
五

年
一
〇
月
よ
り
日
本
に
定
住
す
る
。
翌
年
六

月
二
七
日
に
歌
舞
伎
座
で
上
演
し
た
《
蝶
々

夫
人
》
は
、
環
に
よ
る
全
演
出

を
見
る
機
会
が
な
か
っ
た
日
本

で
世
界
的
プ
リ
マ
・
ド
ン
ナ
の

歌
を
聴
こ
う
と
、
オ
ペ
ラ
を
知

ら
な
い
者
も
つ
め
か
け
る
盛
況

だ
っ
た
と
い
う
。

　

村
松
友
視
の
祖
父
で
環
の
遠

縁
に
あ
た
る
小
説
家
、
村
松
梢

風
は
、「
三
浦
環
」
と
い
う
文
章

で
、
環
の
ピ
ア
ニ
シ
モ
は
日
比

谷
公
会
堂
や
日
劇
の
三
階
壁
際

ま
で
ハ
ッ
キ
リ
通
り
、
満
場
粛

然
と
し
て
音
な
き
中
を
、
蚕
が

　

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
席
巻
し
て
い
た
西
洋
で

は
オ
ペ
ラ
の
日
本
人
役
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
三
浦
環
（
一
八
八
四
―
一
九
四
六
）
は

聴
衆
か
ら
喝
采
を
浴
び
た
。
今
回
は
、
環
の

果
た
し
た
役
割
と
、
日
本
に
お
け
る
評
価
を

考
え
た
い
。ア
メ
リ
カ
滞
在
の
一
五
年
間
に
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ー
リ
ッ

ジ
の
三
代
の
大
統
領
の
前
で
歌
う
栄
誉
を
得

た
環
は
、
日
本
人
労
働
者
排
斥
問
題
が
起
っ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
で
、
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
に
貢
献
し
た
。
一
九
一
九（
大
正
八
）

年
八
月
三
〇
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
新
旧
両
世
界
の
婦
人
」
と
い
う
記
事

で
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
者
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
本
田
増
次
郎
は
、
米
国
女
史
を
感
服
さ
せ

る
に
は
三
浦
環
女
史
の
よ
う
に
間
接
に
東
洋

【
主
要
参
考
文
献
】

土
屋
文
明
他
『
折
り
折
り
の
人 

第
一
』
朝
日
新

聞
社
、
一
九
六
六
年
。

田
辺
久
之
『
新
版 

考
証 

三
浦
環
』
幻
冬
舎
、

二
〇
二
〇
年
。

村
松
梢
風
『
新
女
経
』
中
央
公
論
社
、
一
九
五
九

年
。

山中湖東岸の寿徳寺にある三浦環の墓
墓碑には「うたひめはつよき愛国心持たざれば　
真の芸術家とはなり得まじ」という自筆の詩が 
刻まれている。



う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
ア
カ
デ
ミ
ア

は
在
野
研
究
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い

る
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

西
野
氏
は
、
女
性
史
研
究
は
そ
も
そ
も
女

性
た
ち
が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
語
っ
て
き

た
ゆ
え
に
色
々
な
視
点
か
ら
の
語
り
が
あ

る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
在
野
と

ア
カ
デ
ミ
ア
が
な
か
な
か
結
び
つ
く
機
会

が
少
な
く
、
ど
う
し
て
も
研
究
者
に
よ
る

研
究
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
平
行
状
態

に
あ
る
の
が
悩
ま
し
い
と
い
う
現
状
を
指

摘
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
か

ら
、
女
性
史
も
か
つ
て
の
よ
う
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
も
呈
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
渡

邊
氏
は
、
社
会
史
研
究
分
野
に
お
い
て
は

研
究
テ
ー
マ
が
拡
散
状
態
に
あ
り
、
各
研

究
が
小
粒
に
な
っ
て
き
て
い
る
懸
念
を
示

さ
れ
た
。
細
川
氏
も
女
性
史
を
は
じ
め
と

す
る
歴
史
研
究
は
戦
後
の
明
る
い
未
来

へ
の
希
望
を
背
景
に
成
長
し
て
き
た
部
分

が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
の
閉
塞
感

が
研
究
の
個
別
化
を
す
す
め
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
と
め
と
し

て
、
女
性
史
研
究
が
歴
史
学
の
一
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
確
立
さ
れ
た
現
在
、
女
性
史
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
包
摂
し
な
が
ら
さ

ら
な
る
発
展
を
と
げ
て
い
く
期
待
が
語
ら

れ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
終
了
し
た
。

な
か
っ
た
女
性
は
政
治
に
縁
が
な
く
、
高

等
教
育
の
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
な
か
っ
た
女

性
は
史
料
と
な
る
文
章
を
書
き
残
す
こ
と

も
少
な
く
、
政
治
史
を
中
心
と
す
る
近
代

歴
史
学
の
対
象
と
し
て
排
除
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
社
会
史
と
い
う
分
野
が
登
場

し
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動

や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
が

生
ま
れ
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
女
性
史
が

活
発
化
し
て
き
た
。
特
に
女
性
歴
史
文
化

研
究
所
が
翻
訳
を
手
が
け
た
デ
ュ
ビ
ィ
と

ペ
ロ
ー
に
よ
る
『
女
の
歴
史
』（
藤
原
書

店
、
Ⅰ
～
Ⅴ
、
一
九
九
四
年
～
二
〇
〇
一

年
）
は
当
時
の
女
性
史
の
集
大
成
と
も
い

え
る
。
一
方
で
、「
西
欧
に
生
ま
れ
た
白
人

女
性
た
ち
の
歴
史
」
の
み
を
扱
っ
て
い
る

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
し
か
し
二
一
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
女
性
史
は
、
女
性
間
の
差
異

と
類
似
や
、
男
性
性
の
歴
史
な
ど
そ
の
対

象
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
化
は
増
す
ば
か

り
で
あ
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
発
展
が
期

待
さ
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

＊
日
本
中
世
女
性
史
研
究
の
軌
跡

　
─
脇
田
晴
子
・
田
端
泰
子
氏
を
中
心
に
─

　

次
に
、
細
川
氏
に
よ
っ
て
日
本
の
女
性

史
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
脇
田
晴
子
氏
と

田
端
泰
子
氏
の
研
究
か
ら
、
日
本
の
中
世

史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た

の
か
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

近
代
に
お
け
る
日
本
女
性
史
研
究
は
高

講
演
さ
れ
た
。
日
本
の
女
性
史
研
究
を

牽
引
し
て
き
た
女
性
史
総
合
研
究
会
は

一
九
七
七
年
に
誕
生
し
た
。
女
性
の
大
学

進
学
率
の
増
加
と
と
も
に
女
性
研
究
者
が

増
え
、
女
性
自
身
が
自
ら
の
歴
史
を
学
ぶ

要
求
が
高
ま
っ
て
き
た
な
か
で
、
女
性
史

の
総
合
的
研
究
を
目
指
す
共
同
組
織
と
し

て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
女
性
史
総
合
研
究

会
で
あ
っ
た
。研
究
会
の
成
果
と
し
て
は
、

研
究
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
女
性
史
と
い
う
分

野
を
確
立
し
た
こ
と
、
ま
た
各
時
代
の
女

性
の
実
態
に
関
す
る
研
究
が
活
発
化
し
、

そ
れ
が
社
会
構
造
の
理
解
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方

で
、
女
性
史
研
究
の
活
発
化
に
と
も
な
う

問
題
点
も
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
政
治

や
文
化
分
野
で
の
研
究
は
発
展
し
て
き
た

が
、
社
会
・
経
済
分
野
で
は
弱
い
と
い
う
研

究
領
域
の
偏
り
で
あ
り
、ま
た
時
代
的
な
偏

り
と
い
う
点
で
あ
る
。
各
研
究
が
個
別
分

散
化
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
女
性
史
の
成
果

を
組
み
こ
ん
だ
通
史
は
い
ま
だ
達
成
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
課
題
も
指
摘
さ
れ
た
。

＊
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

以
上
の
三
つ
の
講
演
に
対
し
、
フ
ロ
ア

か
ら
は
多
数
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
活
発

な
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ

た
。
こ
こ
で
は
二
つ
紹
介
し
た
い
。
ま
ず

は
、
ア
カ
デ
ミ
ア
に
お
け
る
女
性
史
研
究

と
在
野
に
お
け
る
女
性
史
研
究
を
ど
の
よ

　

六
月
一
〇
日
（
土
）、女
性
歴
史
文
化
研

究
所
に
よ
る
第
三
〇
回
の
節
目
と
な
る
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
、

参
加
者
は
一
六
〇
人
を
超
す
盛
会
と
な
っ

た
。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は「
歴
史
の
中
の
女
性

を
読
み
直
す
─
女
性
史
研
究
の
い
ま
─
」

と
題
し
、
本
学
に
て
教
授
を
務
め
ら
れ
た

渡
邊
和
行
氏
と
細
川
涼
一
氏
に
よ
る
フ
ラ

ン
ス
と
日
本
の
女
性
史
研
究
の
軌
跡
が
紹

介
さ
れ
た
。
さ
ら
に
西
野
悠
紀
子
氏
に
よ

り
、
日
本
の
女
性
史
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア

で
あ
る
女
性
史
総
合
研
究
会
の
発
足
に
つ

い
て
も
語
ら
れ
た
。
女
性
歴
史
文
化
研
究

所
は
創
設
三
〇
年
を
迎
え
、
西
欧
と
日
本

に
お
け
る
女
性
史
研
究
の
あ
ゆ
み
を
た
ど

り
つ
つ
、
研
究
所
の
果
た
し
て
き
た
役
割

を
ふ
り
か
え
る
機
会
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

＊
日
仏
の
女
性
史
研
究
の
い
ま

　

は
じ
め
に
渡
邊
氏
が
日
仏
の
女
性
史
研

究
の
歴
史
の
ふ
り
か
え
り
と
そ
の
現
状
に

つ
い
て
講
演
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
女
性

史
は
一
九
六
〇
年
代
の
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
の
な
か
か
ら
誕
生
し
た
。
そ
の

背
景
に
は
社
会
運
動
の
活
発
化
と
国
際
社

会
の
構
造
変
容
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に

二
〇
世
紀
に
登
場
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
社
会

史
が
近
代
歴
史
学
か
ら
女
性
を
排
除
し
て

き
た
問
題
も
あ
っ
た
。
長
ら
く
選
挙
権
の

群
逸
枝
に
は
じ
ま
る
。
高
群
が
原
始
母
系

制
社
会
を
理
想
化
し
、
婚
姻
制
の
変
化
に

よ
っ
て
女
性
の
地
位
が
低
下
し
た
と
い
う

説
に
対
し
、
脇
田
は
嫁
取
婚
と
い
う
婚
姻

制
の
変
化
は
一
夫
一
婦
制
を
確
立
さ
せ
、

正
妻
の
地
位
を
安
定
さ
せ
た
こ
と
。
そ
し

て
家
父
長
的
な「
家
」の
内
部
運
営
は
女
性

に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
、
中
世
に
お
け
る
女
性
の
地
位
が

一
概
に
低
い
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
結
論
づ
け
た
。
つ
づ
く
田
端
は
中
世

村
落
史
研
究
か
ら
は
じ
ま
り
、
女
性
史
研

究
と
し
て
も
中
世
の
女
性
が
政
治
に
果
た

し
た
役
割
に
つ
い
て
評
価
を
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
北
条
政
子
に
つ
い
て
は
、
御
台

所
の
権
限
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
執
政
期
間
を
遡
ら
せ
た
。
ま
た
、日
野
富

子
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
悪
評
に
反
論

し
、
和
平
工
作
を
行
い
応
仁
の
乱
の
終
結
に

貢
献
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。こ
の
よ
う

に
脇
田
、
田
端
に
よ
る
女
性
史
研
究
は
そ
れ

ま
で
の
通
説
と
は
異
な
っ
た
女
性
像
を
提

示
し
、
日
本
中
世
女
性
史
研
究
の
パ
イ
オ

ニ
ア
と
し
て
現
在
の
日
本
女
性
史
研
究
を

切
り
拓
い
て
き
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

＊
女
性
史
総
合
研
究
会
発
足
の
頃
　

　
橘
女
子
大
　
そ
し
て
今

　

そ
し
て
最
後
に
女
性
史
研
究
者
で
あ

り
、
女
性
史
総
合
研
究
会
委
員
の
西
野
氏

が
女
性
史
総
合
研
究
会
の
発
足
に
つ
い
て

C
H
R
O
N
O
S

女性歴史文化研究所 第30回シンポジウム報告

歴史の中の女性を読み直す ─女性史研究のいま─

●日　時：2023 年 6 月 10 日（土）１３：００〜１６：３０
●会　場：キャンパスプラザ京都
●講　師：渡邊 和行（元本学文学部歴史学科特任教授／奈良女子大学名誉教授）
　　　　　 「日仏の女性史研究のいま」
　　　　　細川 涼一（本学名誉教授／元本学学長）
　　　　　 「日本中世女性史研究の軌跡　―脇田晴子・田端泰子氏を中心に―」
　　　　　西野 悠紀子（女性史研究者／女性史総合研究会委員）
　　　　　 「女性史総合研究会発足の頃　橘女子大　そして今」
●司会・コーディネーター：野田 泰三（本学文学部歴史学科教授／女性歴史文化研究所所長）

山内 由賀 本学文学部歴史学科専任講師
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　最近 SNS で、母子健康手帳の「お父さ
んも育児を」という、あたかも父親は育児
の従たる立場であるかのような誤解を生む
記述に、批判の声があがりました。父親の
育児協同の意識向上を意図した記述が、逆
に母親の神経を逆なでしたようです。二児
の母である私自身の手帳では、一冊目には
「お父さんもたくさん相手をしてあげてくだ
さい」の一文のみ、二冊目では「子育ては
お母さん一人ではできません…お父さんも
…積極的に子育てに参加しましょう」と一
歩改善。しかし、これらが約20年前のもの
であることを考えると現在も記述にほぼ変
化は見られず、内閣府が少子化社会対策大
綱で「さんきゅうパパプロジェクト」と題し、
2025年までにパパの出産直後の休暇取得
率 80％達成に取り組む背景を考えても、ま

だまだ意識改革に至っていないように思わ
れます。
　一方で、総務省の昨年度の就業構造基
本調査によると、就業者のうち女性は
3,035 万人で就業率も53.2％と過去最高。
また育児をしている者に占める女性就業者
は73.4％と前回より9.2％上昇しました。し
かしながらこれは、昨今の不安定な経済情
勢の中、育児と両立して働かざるを得ない
状況といえるのかもしれません。
　前述の「さんきゅうパパプロジェクト」は、
ママや我が子へのパパからの感謝の意味
を込めたということですが、共働き・共育
て社会の実現には「イクメン」パパへの感
謝の気持ちも忘れず、配偶者双方の思いや
りで家族のきずなを深めたいものです。

（西野）

京都橘大学女性歴史文化研究所 研究活動報告

　京都橘大学女性歴史文化研究所は 1992 年 12 月に開設され（当時は京都橘女子大学。文学部のみの単科大学）、
2022 年度で創設 30 周年を迎えました。これまで女性史・女性文化をキーワードとした質の高い研究活動を展開 
しており、その研究成果はシンポジウムの開催や、研究紀要・広報誌の発刊などで広く社会に還元しています。
　そして現在、女性歴史文化研究所は、９学部を擁する総合大学となった本学の強みを活かして、現代的視座・視点
から女性・ジェンダーに関わる諸問題にも取り組むこととし、第 14 プロジェクト「女性を取り巻く環境Ⅰ」をスタート 
いたしました。本プロジェクトでは、①「ジェンダーの構造を考える」、②「歴史学からみる共同体と女性」の２つの
研究テーマを設定しています。

●テーマ①「ジェンダーの構造を考える ─本学学生に見る専門職能意識とジェンダーの萌芽─」
　本テーマは、本学の重点研究分野「女性の歴史を学び、女性の未来を考える」の推進を目的と
した「ジェンダー・ストラクチャー研究ユニット」として、現代女性の抱える問題にアプローチ
します（詳細は巻頭エッセイで紹介）。

●テーマ②「歴史学からみる共同体と女性」
　本研究所の30年の研究成果の蓄積のうえにたって、「共同体と女性」という基本テーマのもと、
日本や世界の各地域・各時代、あるいはさまざまな立場の女性の諸活動のもつ意義を解明し、 
女性に関する歴史文化研究の蓄積を図ることを目的としています。

　今後、テーマごとに研究会を積み重ねて知見を共有しながら活動を進め、その一端はクロノスでも紹介していき 
ます。また、最終的には、その成果を女性歴史文化研究所シンポジウムで公開する予定です。
　女性歴史文化研究所は、これからも女性史・ジェンダーの研究拠点として活動を推進し、地域や社会に開かれた 
大学としての使命を果たしてまいります。今後ともお力添えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


